
令和4年宮城県県民健康・栄養調査結果の概要

１ 調査の目的
本調査は宮城県民が生涯を通じて健康で自立した生活を送れるよう、県民の健康づくりに関する意識や食生活、
運動等に関する実態や課題を把握し、「第２次みやぎ２１健康プラン」の目標値の達成度を評価するとともに、次期
計画の基礎データとし、県の健康づくり施策に反映させていくもの。

２ 調査の実施時期
令和４年１０月～１１月

３ 調査対象者及び協力状況

対象者（数） 協力者数（協力率）

（1）県民健康調査
県内50地区に居住する満20歳以上の
男女（2,210人）

協力者数1,635人（74.0％）

（2）BDHQ※
県内50地区に居住する満20歳以上の
男女（2,210人）

協力者数1,573人（71.2％）

（3）栄養摂取状況調査
上記（1）のうち県内19地区に居住
する満1歳以上の男女（875人）

協力者数411人（47.0％）

（4）歩行数調査
上記（3）のうち満20歳以上の男女
（731人）

協力者数322人（44.0％）

※簡易型自記式食事歴法質問票（brief-type self-administered diet history questionnaire）
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４ 結果の概要

（１）肥満者の割合（BMI≧25）
• 肥満者の割合は、男性36.9％、女性28.0％であっ
た。

自己申告による身長と体重からBMIを算出
（BMI＝体重㎏/（身長m2））
BMI 18.5未満：やせ

18.5～25.0未満：普通
25.0以上：肥満

• 性年代別の肥満度は、男性は50～60歳代の肥満者の割合が高い。また、女性は40歳代、60歳代の肥満
の割合が高く、30歳代のやせの割合が高い。
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（２）食塩摂取量

• 食塩摂取量は、男性は11.2g、女性は9.7gであった。

• 性年代別では、男女とも60歳代の食塩摂取量が多い。
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（３）野菜摂取量

• 野菜摂取量は、男性254g、女性260gであった。

• 性年代別では、男女とも20歳代の摂取量が少ない。
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（４）運動習慣

• 運動習慣のある者の割合は、男性19.7％、女性14.8％であった。

• 年代別では、男性は40歳代、女性は30～50歳代で低い。
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（５）歩数

• 歩数の平均は、男性は6,258歩、女性は5,867歩であった。

• 年代別では、男性は40歳代が最も多く、女性は40-50歳代が多く、男女とも70歳以上の歩数が少ない状
況でした。
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（６）喫煙率

• 習慣的な喫煙者の割合は、男性31.0％、女性7.2％であった。

• 受動喫煙の機会を有する者の割合は、家庭（毎日）12.6％、職場（毎日・時々）22.0％、飲食店
（毎日・時々）13.8％であった。

（７）受動喫煙の機会を有する者
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５ 新型コロナウイルス感染症による生活習慣等への影響について

外食の機会
惣菜・弁当

の利用機会

宅配料理の

利用機会

家庭内での

料理機会
飲酒頻度

1日当たりの

飲酒量

1週間の運

動日数

1回当たりの

運動時間
喫煙の頻度

1日当たりの

睡眠時間

趣味等活動

の時間
体重 ストレス

総数 1.9% 13.3% 3.8% 17.7% 4.9% 5.7% 5.6% 7.1% 1.6% 4.8% 4.9% 18.5% 32.3%

男性 2.4% 14.4% 3.1% 13.9% 6.9% 6.7% 3.8% 5.2% 2.6% 3.9% 5.0% 15.3% 25.3%

女性 1.3% 12.1% 4.4% 21.3% 3.0% 4.3% 7.4% 8.9% 0.7% 5.6% 4.9% 21.5% 38.6%
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（１）生活習慣への影響①
• 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した生活習慣が「感染拡大前より増えた」と回答した者の割合
で、最も高いのは「ストレス」32.3％で、次いで「体重」18.5％である。



（１）生活習慣への影響②（年代別)









（２）医療受診への影響（年代別）
































































































































































